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私
は
２０
才
ま
で
小
諸
で
育
っ
た
。
た
ま
に
東
京

小
諸
会
で
懐
か
し
さ
を
語
り
あ
う
が
、
日
本
や
世

界
に
向
か
っ
て
語
れ
る
小
諸
の
一
番
の
地
理
的
特

徴
っ
て
な
ん
だ
ろ
う
か
。

長
野
県
の
特
徴
を
一
番
わ
か
り
や
す
く
教
え
て

く
れ
た
の
は
何
と
言
っ
て
も

「信
濃
の
国
」
の
歌

で
あ
り
、
こ
れ
を
憶
え
、
歌
え
れ
ば
ど
こ
の
県
人

よ
り
誇
り
を
持
て
る
と
思
う
。

歌
詞
に

「北
に
犀
川
、
千
曲
川
…
」
と
か

「浅

間
は
こ
と
に
活
火
山
…
」
な
ど
が
あ
る
。

し
か
し
、
最
近
、
小
諸
出
身
の
者
と
し
て

「松

本
、
伊
那
、
佐
久
、
善
光
寺
、
四
つ
の
平
は
肥
沃

の
地
」
の
歌
詞
が
非
常
に
気
に
な
り
引
っ
か
か
っ

て
い
る
の
で
あ
る
ｃ

平
ら
な
松
本
市
、
伊
那
市
、
佐
久
市
、
長
野
市

は
肥
沃
な
地
と
な
っ
て
お
り
、
平
ら
が
良
い
ん
だ

と
歌
わ
れ
て
お
り
、
坂
の
街
小
諸
は
は
ず
さ
れ
て

い
る

の
で
あ

る
．
最
近
、
特

に
小
諸

ほ
ど
坂

だ

ら

け
の
街
は
珍
し
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。

た
ま
に
小
諸
へ
帰
り
、　
一
番
高
い
浅
間
山
か
ら

一
番
低
い
千
曲
川
ま
で
を
み
る
と
、
街
全
体
が
斜

め
に
な
っ
て
い
て
平
ら
な
と
こ
ろ
は
な
い
。

住
宅
も
斜
め
の
と
こ
ろ
に
建
て
ざ
る
を
得
な

い
。
学
校
へ
通
う
の
も
行
き
は
上
り
だ
け
、
帰
り

は
下
り
だ
け
と
い
う
ケ
ー
ス
が
多
い
。
小
諸
の
街

は
長
野
県
の
中
で
も
極
め
て
不
便
な
坂
の
街
だ
っ

た
と
思
う
卜）

し
か
し
、
不
便
な
街
で
育
っ
た
人
間
ほ
ど
、
人

間
性
は
豊
か
に
な
る
も
の
で
は
な
い
か
。
今
の
生

活
は
便
利
す
ぎ
る
。
不
便
な
生
活
も
い
い
の
だ
。

３
・
１１
後
に
計
画
停
電
も
あ
っ
た
が
、
我
々
は
ロ

ウ
ソ
ク
の
生
活
も
体
験
出
来
た
し
、
今
年
の
夏
は
電

気
使
用
量
を
２
割
減
ら
そ
う
と
、
不
使
を
味
わ
つ

て
も
身
体
を
適
応
さ
せ
る
気
に
な
っ
た
と
思
う
。

私
の
小
諸
の
家
に
は
今
も
強
い
信
念
を
持
っ
て

い
る
小
山
売
さ
ん

（小
諸
出
身
の
実
業
家
、
当
時

代
議
士
）
が
４５
年
ほ
ど
前
に
書
い
た
色
紙

「嵐
は

強
い
本
を
育
て
る
」
が
飾
っ
て
あ
る
。

私
の
小
諸
時
代
は
、
皆
、
貧
乏
で
冬
は
極
め
て

寒
く
、
し
か
も
毎
日
の
上
り
下
り
を
歩
い
て
育
っ

た
．
現
在
私
は
平
ら
な
川
国
市
と
い
う
街
で
生
活

し
て
い
る
が
、
今
で
も
足
腰
は
強
い
。
そ
れ
は
単

に
歩
く
だ
け
で
な
く
、
毎
日
、
か
な
り
の
段
数
の

階
段
を
上
り
下
り
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
仕
事

場
で
は
一
階
、
三
階
の
工
場
か
ら
三
階
の
事
務
所

ま
で
、
駅
で
は
ニ
ス
カ
レ
　
ク
ー
を
ほ
と
ん
ど
使

わ

な

い
。

７．
才

で
あ

る
が
、
「
腰
痛

な

ん

て
く

そ

く
ら
え
」
で
あ

る
。
私

に
は

こ
れ
が
誇
り

で
あ

る
。

小
諸
を
含

め
た

「
日
本

三
大
坂

の
街
」
は
ど

こ

だ

ろ
う
。
ま

た

「
世
界

三
大
坂

の
街
」

は
ど

こ
だ

ろ
う
。
姉
妹
都
市

に
な

っ
た
ら
面
白

い
Ｈ

人

は
皆

、
便
利

な
平

ら
な
街

へ
移
動

し
、
街

が

出
来

た
と

思
う

が
、
我

々
の
祖
先

は
不
便

で
も
小

諸
と

い
う
坂

の
街

を
作

っ
た

の
は
な
ぜ
だ

ろ
う

。

L

渡
辺
　
祐
　
著

中
公
新
書

県
歌

「信
濃
の
国
」
も
詳
し
く
紹
介

著
者
は
、
文
化
資
源
学

・
美
学
芸
術
学
を
専
門

と
す
る
東
大
教
授
で
、
や
ゝ
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
で
固

い
感
じ
の
す
る
本
で
す
が
、
内
容
は
身
辺
の
歌
、

日
本
人
の

「心
の
原
風
景
」
と
し
て
愛
唱
さ
れ
て

い
る
唱
歌
、
校
歌
、
県
歌
、
社
歌
、
労
働
歌
な
ど

に
つ
い
て
書
か
れ
て
お
り
、
拾
い
読
み
し
て
も
面

白
く
読
め
ま
す
が
、
そ
の
一
助
と
し
て
、
本
書
の

目
次
の
中
か
ら
面
白
そ
う
な
項
を
幾
つ
か
拾
っ
て

ご
紹
介
し
ま
す
。

＊
第

一
章
中
の
「
国
民
づ
く
り
」
の
ツ
ー
ル
と
し

て
の
音
楽
』。

＊
第
二
章
中
の
軍
国
民
づ
く
り
」
の
切
り
札
と
し

て
の
唱
歌
』。

＊
第
四
章
中
の
「
仰
げ
ば
尊
し
」
か
ら
「旅
立
ち
の

日
に
Ｌ
。

＊
第
五
章
中
の
「儀
式
唱
歌
と
校
歌
」。

＊
第
六
章
中
の
「
県
歌
は
歌
わ
れ
な
い
」と
「信
濃

の
国
の
奇
蹟
Ｌ
ｃ

＊
第
七
章
中
の
『社
歌
と
「工
場
音
楽
」、「
つ
た
ご
え

喫
茶
」室
寸
の
項
は
身
近
で
面
白
い
と
思
い
ま
す
。

著
者
は
、序
文
の
「は
じ
め
に
」
の
な
か
で
、「
一

見
、
浮
き
世
を
離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
思
わ
れ

る
唱
歌
な
ど
の
音
楽
も
、
実
は
近
代
的
な
国
民
国

家
形
成
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い

た
の
だ
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
そ
れ
ら
の
歌
の
成

立
や
展
開
の
過
程
に
つ
い
て
述
べ
て
お
り
、
そ
の

た
め
こ
の
書
の
書
名
が

「歌
う
国
民
」
と
な
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

紙
数
の
都
合
で

「県
歌
」
の
部
分
に
筆
を
絞
っ

て
ご
紹
介
し
ま
す
と
、
著
者
は

『ど
こ
の
県
で
も

県
歌
が
あ
ま
り
歌
わ
れ
て
い
な
い
中
で
、
例
外
的

に
よ
く
歌
わ
れ
て
い
る
、
と
い
う
よ
り
県
民
で
あ

れ
ば
ほ
と
ん
ど
皆
が
そ
ら
で
歌
え
る
、
驚
く
べ
き

県
歌
が
長
野
県
の
県
歌

「信
濃
の
国
」
だ
』
と
い

う
の
で
す
．
何
故
か
。

こ
の

『信
濃
の
国
』
は
、
「各
県
の
県
歌
の
中

で
も
飛
び
抜
け
て
古
い
も
の
」
で
、
「何
と

一
九

〇
〇

（明
治
三
三
）
年
に
作
ら
れ
て
い
ま
す
。」

そ
し
て
、
こ
の

『信
濃
の
国
』
と
い
う
曲
は
、
「他

の
県
歌
と
は
全
く
違
う
地
理
教
材
と
し
て
の
性
格

を
濃
厚
に
も
っ
て
い
る
。」
即
ち

『「信
濃
の
国
は

十
州
に
」
で
は
じ
ま
る
一
番
と
二
番
で
は
、
県
内

各
地
の
全
体
的
な
位
置
と
自
然
が
描
か
れ
る
の
に

続
き
、
三
番
で
は

「木
曽
の
谷
に
は
真
木
茂
り

諏
訪
の
湖
に
は
魚
多
し
」
と
県
内
の
産
業
経
済
が
、

さ
ら
に
四
番
で
は
寝
覚
め
床
な
ど
の
名
勝
、
五
番

で
は
木
曽
義
仲
、
佐
久
間
象
山
な
ど
の
歴
史
的
人

物
が
歌
わ
れ
…
」
と
い
っ
た
よ
う
に
県
全
体
を
統

一
的
な
観
点
で
見
渡
す

「系
統
地
理
的
ア
プ
ロ
ー

チ
」
で
歌
い
あ
げ
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
南
北

「異

な
っ
た
集
団
の
寄
り
集
ま
り
の
性
格
が
強
か
っ
た

長
野
県
の
場
合
に
は
、
適
し
て
い
た
」
と
い
う
人

も
い
る
と
、
著
者
は
指
摘
し
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
よ
く
歌
わ
れ
た
の
は

「曲
が
優
れ
て
い

る
か
ら
で
は
な
い
か
、と
い
う
意
見
も
あ
り
そ
う
」

と
著
者
は
言
い
ま
す
。

作
詩
者
は
、
松
本
出
身
で
明
治
三
二
年
当
時
長

れ

つ

野
県
師
範
学
校
の
国
語
漢
文
教
師
の
浅
井
冽

（き

よ
し
と
も
通
稀
）
で
、
作
曲
者
は
明
治
三
二
年
一

一
月
に
同
校
に
音
楽
教
師
と
し
て
赴
任
し
て
来
た



北
村
季
明
で
、
北
村
は
東
京
音
楽
学
校
を
卒
業
し

た
東
京
人
で
、
赴
任
の
年
の
翌
々
明
治
三
四
年
二

月
に
は
退
職
し
て
東
京
へ
一戻
り
、
そ
の
後
は
歌
劇

な
ど
の
作
曲
で
、
日
本
を
代
表
す
る
作
曲
家
の
一

人
と
し
て
活
躍
し
、
大
き
な
功
績
を
残
し
て
い
ま

す
。
従
っ
て
、北
村
の
長
野
在
任
は
一
年
と
ち
ょ
っ

と
で
、
そ
の
間
に

「信
濃
の
国
」
を
作
曲
し
て
い

る
の
で
、
「長
野
県
人
に
と
っ
て
は
全
く
の
儀
倖

だ
っ
た
と
し
か
言
い
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
」
と
著

者
は
言
っ
て
い
ま
す
。

歌
劇
と
い
え
ば
、「信
濃
の
国
」も
、
長
野
師
範

で
北
村
と
同
僚
だ
っ
た
体
操
教
師
の
山
田
春
耕
の

振
付
け
で
、
遊
戯
に
仕
立
て
ら
れ
、
学
校
の
運
動

会
の
際
な
ど
に
は
広
く
踊
ら
れ
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
「信
濃
の
国
」
が
、

寄
り
合
い
世
帯
的
な
長
野
県
民
の
中
に
浸
透
し
て

行
っ
た
結
果
、
戦
後
分
県
論
の
や
か
ま
し
か
っ
た

「
一
九
四
八

（昭
和
二
三
）
年
に
は
、
南
信
側
の

提
出
し
た
分
県
案
が
県
議
会
で
採
決
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
、
賛
否
が
拮
抗
し
白
熱
の
戦
い
と
な
っ
た

の
で
す
が
、
こ
の
と
き
、
傍
聴
席
か
ら

「信
濃
の

国
」
の
大
合
唱
が
わ
き
上
が
り
、
そ
れ
を
き
っ
か

け
に
採
決
が
延
期
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
、
結
局

分
県
の
話
は
沙
汰
や
み
に
な
っ
た
と
い
う
エ
ピ

ソ
ー
ド
も
」
あ
る
と
の
こ
と
で
す
。

そ
し
て
、
「
一
九
六
人
（昭
和
四
三
）
年
二
月
白

馬
で
行
わ
れ
た
冬
期
国
民
体
育
大
会
の
と
き
に
、

こ
の
歌
の
合
唱
に
観
客
た
ち
が
自
然
唱
和
し
て
ゆ

く
光
景
を
み
て
、
他
県
か
ら
来
て
い
た
人
々
が
驚

き
、
話
題
に
な
っ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
」
と
な
り
、

「後
付
け
で
県
歌
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
と
言
っ
た

方
が
正
し
い
よ
う
で
す
」と
著
者
は
言
っ
て
い
ま
す
。
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千
曲
川
と
浅
間
山
に
抱
か
れ
た

獅
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望

小
諸
大
橋
の
近
く
、
そ
ば
屋
菖
蒲
庵
の
庭
か
ら
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